
柳
島
彦
作
と
日
本
的
美

す
ぐ
れ
た
英
語
学
名
、
親
切
で
情
熱
に
溢
れ
た
教

師
、
肉
由
な
る
英
詩
の
作
殊
、
友
人
と
し
て
は
、
す

べ
て
の
友
に
愛
さ
れ
た
人
。
こ
の
よ
う
な
柳
島
彦
作

君
が
、
昨
年
四
月
、
住
ま
い
を
天
上
に
う
つ
し
て
ょ

り
、
こ
、
に
一
年
が
過
ぎ
た
。
柳
島
君
を
ま
じ
え
た

彼
の
た
め
に
英
語
の
窓
を
最
初
に
開
い
た
人
は
、

自
叙
伝
に
も
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
小
学
校
の
宮
原

公
=
先
生
で
あ
っ
た
。
高
等
小
学
校
で
英
語
へ
の
憧

れ
を
い
だ
い
た
柳
島
は
、
そ
の
コ
ー
ス
を
追
う
て
、

特
に
同
志
社
中
学
を
選
ん
で
入
学
し
た
。
こ
こ
で
の

下
級
生
の
英
語
は
塩
瀬
千
治
、
米
人
シ
キ
イ
ベ
リ
ー

先
生
ら
が
担
当
し
た
。
四
、
五
年
で
は
、
グ
ロ
ー
バ

ダ
ン
一
一
ン
グ
、
飯
塚
恒
太
郎
先
生
等
に
導
か
れ

、

1た
。
そ
し
て
こ
と
に
飯
塚
先
生
が
、
中
学
生
と
し
て

勉
強
の
し
め
く
く
り
時
に
あ
た
り
、
精
根
を
傾
け
て

授
業
し
て
下
さ
っ
た
結
果
学
生
の
間
か
ら
、
将
来
英

語
の
専
攻
を
決
心
す
る
者
が
現
れ
た
。
吉
岡
義
睦
、

鈴
木
三
郎
、
柳
島
彦
作
で
あ
っ
た
。
先
生
は
文
典
、

作
文
の
教
科
書
に
斉
藤
秀
三
郎
の
も
の
を
使
用
し
、

わ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
ー
玉
松
公
叙
、
加
藤
延
雄
、

秦
孝
治
郎
1
と
し
て
、
六
十
年
問
変
調
も
な
く
交

り
き
た
老
に
と
っ
て
、
柳
島
君
を
送
っ
た
こ
と
は
ま

こ
と
に
長
き
恨
み
で
あ
る
。
今
改
め
て
、
彼
に
つ
い

て
若
干
の
感
想
を
綴
っ
て
み
た
い
。

柳
島
を
話
る
た
め
に
は
、
順
序
と
し
て
、
ま
ず
英

語
の
勉
強
か
ら
は
じ
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

シ
ョ
ン

、

ラ
ス
キ
ン
等
の
文
集
を
用
い
、
徹
底
し
た
鞭
挫

だ
っ
た
。

い
ま
一
つ
、
柳
島
君
に
し
あ
わ
せ
だ
っ
た
こ
と
は
、

大
学
に
進
ん
だ
と
き
、
岡
崎
法
勝
寺
町
に
住
ん
で
い

た
、
フ
ィ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
ニ
ク
ソ
ン
と
い
う
小

柄
で
上
品
な
老
婦
人
と
交
際
し
た
こ
と
で
あ
る
。
老

女
は
ひ
と
り
暮
し
で
あ
っ
た
か
ら
、
毒
気
の
な
い
柳

島
青
年
の
来
訪
を
よ
ろ
こ
び
、
い
つ
も
紅
茶
に
ビ
ス

、し

ケ
ッ
ト
程
度
で
接
待
し
て
く
れ
た
0
 
訪
問
は
週
四

柳島彦作

足立宇 郎^

同志社人物誌(34)

ノレ訳

読
に

は

.
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回
、
タ
食
後
二
時
間
位
、
主
と
し
て
そ
の
日
の
新
聞

記
事
を
中
心
に
英
語
で
話
し
あ
い
、
そ
の
あ
い
だ
に

あ
や
ま
り
や
、
慣
用
句
の
使
い
方
を
教
え
て
く
れ

た
。
君
の
熱
心
は
、
炎
熱
の
タ
べ
も
、
雪
の
ち
ら
つ

く
宵
、
、
鳥
丸
丸
太
町
か
ら
、
動
物
園
の
北
ま
で
通

つ
た
。
自
分
も
折
々
同
行
し
た
が
、
結
局
柳
島
君
の

熱
心
に
は
つ
い
て
打
け
な
か
っ
た
。
後
年
、
「
自
分

の
英
語
の
基
礎
は
全
く
あ
の
時
に
で
き
た
」
と
告
白

し
て
い
た
0
 
読
書
力
も
高
ま
り
、
英
文
の
ト
ル
ス
ト

イ
、
ド
ス
ト
ゥ
エ
ス
キ
】
、
ユ
】
.
コ
ー
等
の
小
説
を

あ
さ
り
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
七
0
0
。
ヘ
ー
ジ
の
国

富
論
、
読
ん
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
古
木
屋
を
よ
く
廻
っ
た
時
代
に
、

た
ま
た
ま
エ
マ
ソ
ン
の
論
文
集
を
見
出
し
た
こ
と

は
、
彼
の
生
涯
中
の
最
し
の
出
来
事
だ
っ
た
。
色
あ

せ
た
青
表
紙
、
細
字
の
つ
ま
っ
た
エ
マ
ソ
ン
を
手
に

し
て
ょ
り
、
柳
島
の
精
神
生
活
を
培
う
書
物
と
し
て

は
、
聖
書
を
別
と
し
て
、
他
に
求
め
る
必
要
は
な
い

よ
う
だ
っ
た
。
大
正
六
年
十
二
月
、
軍
隊
に
入
っ

た
と
き
も
、
こ
れ
を
携
え
た
し
、
精
華
大
学
へ
登
校

の
最
後
の
日
に
も
、
鞄
の
な
か
に
エ
マ
ソ
ン
論
の
原

祐
を
入
れ
て
い
た
。
彼
と
エ
マ
ソ
ン
と
の
つ
な
が
り

は
、
実
に
五
十
余
年
に
わ
た
っ
た
。

さ
て
自
分
は
、
エ
マ
ソ
ン
に
つ
い
て
う
と
い
が
、

参
考
に
二
央
米
文
学
史
を
ひ
ら
く
と
、
彼
の
家
は
九

代
牧
師
の
つ
づ
い
た
家
で
あ
り
、
女
は
早
世
し
て
、

賢
明
な
る
母
が
五
人
の
男
の
子
を
育
て
上
げ
た
。
エ

マ
ソ
ン
は
十
五
歳
に
て
ハ
了
バ
ア
ド
大
学
に
入
り
、

、ノ

十
八
歳
で
卒
業
。
そ
の
後
、
暫
く
女
学
校
で
教
鞭
を

と
り
、
次
い
で
ボ
ス
ト
ン
の
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
教
会
の

副
牧
師
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
彼
の
思
想
信
仰
が
独

創
的
で
、
教
会
の
因
襲
や
儀
式
を
守
る
に
た
え
ら
れ

な
く
な
り
、
自
由
な
る
講
演
者
に
転
向
し
て
米
国
内

と
英
国
か
ら
も
招
か
れ
、
そ
の
講
演
を
主
と
し
た
全

集
は
八
巻
と
な
っ
た
。
か
ら
だ
は
強
健
で
な
か
っ
た

が
、
ヒ
十
九
歳
ま
で
存
命
し
た
。
彼
の
信
仰
思
想
は

超
絶
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

柳
島
君
が
、
エ
マ
ソ
ン
に
心
粋
し
た
主
因
は
、
そ

の
深
い
人
生
に
つ
い
て
の
観
察
に
て
、
読
む
ご
と
に

希
望
、
勇
気
、
光
明
を
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
エ

マ
ソ
ン
の
信
仰
は
「
生
け
る
神
、
聖
霊
の
導
き
、
日

々
周
囲
に
日
常
事
の
形
に
て
あ
ふ
れ
て
い
る
奇
蹟
、

応
報
の
確
実
な
る
こ
と
L
 
等
を
認
め
た
が
、
全
体
と

し
て
は
汎
神
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
良
寛
、
さ

ら
に
遡
っ
て
道
元
禅
師
に
、
共
通
す
る
傾
向
で
あ

る
。

エ
マ
ソ
ン
は
思
索
の
た
め
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
愛

し
、
毎
日
、
ユ
ン
コ
ー
ド
の
森
の
中
を
道
遥
し
て
、

自
か
ら
の
う
ち
ょ
り
湧
き
出
る
思
想
に
耳
を
傾
け
、

そ
れ
を
記
録
し
た
。
こ
の
形
の
思
索
生
活
は
、
は
か
ら

ず
、
彼
の
家
の
書
生
で
あ
っ
た
へ
ン
リ
ー
.
ソ
ロ
ー

に
ょ
っ
て
、
大
き
く
前
進
し
た
の
で
あ
る
0

ソ
ロ
ー
君
は
、
先
生
の
エ
マ
ソ
ン
よ
り
十
四
歳
年

少
だ
っ
た
が
、
本
来
の
性
格
の
う
え
に
、
先
生
の
感

化
も
手
伝
い
、
ウ
ォ
】
ル
デ
ン
の
森
の
沼
の
畔
で
二

年
問
、
孤
独
で
生
活
し
、
り
ス
、
小
鳥
、
蛙
、
森
林

を
友
と
し
た
。
日
記
を
つ
づ
り
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
ソ
ロ
ー
の
生
活
は
、
大
平
洋
を
へ
だ
て
て
、

日
本
の
良
寛
が
越
後
の
国
、
上
山
の
五
合
庵
で
い
と

な
ん
だ
生
活
と
似
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
孤

独
生
活
が
で
き
る
た
め
に
は
、
精
神
に
一
つ
の
前
提

条
件
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
い
一
人
暮
し
で

も
決
し
て
淋
し
さ
を
お
ぼ
え
な
い
た
め
の
汎
神
的
思

想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
周
囲
の
人
間
外

の
有
情
無
情
の
、
の
を
兄
弟
と
し
て
親
し
み
、
自
分

と
同
位
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

を
ソ
ロ
ー
、
良
寛
、
信
じ
て
実
行
し
た
の
だ
っ
た
。

柳
島
君
は
良
寛
を
慕
う
て
、
そ
の
詩
歌
を
英
訳
し

て
評
語
を
加
え
「
大
愚
良
寛
」
を
残
し
た
が
、
そ
の

な
か
に
い
っ
て
い
る
。
「
真
珠
は
母
貝
を
犠
牲
に
し
て

取
出
さ
れ
る
が
、
良
寛
は
自
か
ら
を
大
自
然
の
う
ち

に
没
入
し
て
、
そ
の
一
部
分
と
し
た
。
ほ
ん
と
に
彼
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は
山
、
岩
流
れ
、
松
杉
、
草
む
ら
、
ま
た
峰
の

上
に
た
だ
よ
う
雲
と
さ
え
も
一
体
と
な
っ
た
。
周
囲

の
静
寂
と
荘
厳
に
み
い
せ
ら
れ
た
」
ま
た
「
山
中
に

独
居
し
て
、
良
寛
は
最
善
の
、
の
は
愛
で
あ
る
こ
と

を
知
り
、
す
べ
て
の
、
の
を
愛
し
た
」
と
。

こ
こ
で
ソ
ロ
ー
の
一
言
葉
を
一
つ
、
対
照
的
編
介

し
た
い
。
い
わ
く
「
こ
の
下
界
で
、
と
ぼ
と
ぼ
と
歩

む
自
分
に
は
、
ど
れ
だ
け
鷲
が
頭
上
を
飛
ん
で
い
る

か
わ
か
ら
な
い
鷲
は
最
高
の
天
上
に
か
く
さ
れ
て

い
る
の
だ
も
の
。
ソ
ロ
ー
は
、
鷲
を
、
ソ
ロ
】
に
未
開

顕
の
真
理
に
た
と
え
、
そ
れ
は
た
や
す
く
と
ら
え
得

な
い
と
お
も
う
た
の
で
あ
る
。
こ
の
数
行
の
う
ち
に

、
、
彼
の
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
の
森
林
生
活
が
う
か
が
え

る
0

ソ
ロ
ー
は
エ
マ
ソ
ン
の
弟
子
だ
っ
た
が
、
次
に
良

寛
に
は
真
の
師
匠
は
だ
れ
だ
っ
た
ろ
う
。

良
寛
は
日
本
曹
洞
禅
宗
の
僧
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

そ
の
宗
祖
道
兀
禅
師
希
玄
を
尊
崇
し
、
日
タ
、
遺
文

を
鴛
し
、
そ
の
行
農
を
踏
ま
ん
こ
と
を
希
う
た
の

だ
っ
た
。
そ
し
て
脊
し
く
、
、
こ
の
道
兀
禅
師
は
、
エ

マ
ソ
ン
と
は
時
代
を
へ
だ
て
、
国
を
異
に
し
た
が
そ

の
信
仰
思
想
は
汎
神
教
的
で
あ
っ
た
。
い
ま
き
わ
め

て
簡
単
な
が
ら
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
禅
師
の

歌
集
「
傘
松
道
詠
集
」
よ
り
二
首
の
和
歌
を
取
出

し
、
み
じ
か
い
注
解
を
加
え
た
い
。
「
詠
法
華
経

^
の
^
^
に
^
く
^
た
え
だ
え
に
た
ゞ
こ
の
^
を

説
く
と
こ
そ
剛
け
」
。

ま
た
「
本
来
面
目
春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は

月
冬
雪
さ
え
て
冷
し
か
り
け
り
」
と
。
さ
き
の
歌

は
、
峰
に
鳴
く
ま
し
ら
の
声
、
谷
に
響
く
水
の
音

、
、
と
も
に
仏
性
を
具
有
し
た
、
の
で
あ
る
。
次
の

本
来
の
面
目
と
は
、
終
局
的
実
在
を
さ
す
も
の
で
、

春
夏
秋
冬
の
普
通
な
る
自
然
の
変
化
も
、
み
な
こ
れ

笑
在
の
顕
現
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。

禅
師
の
思
想
は
良
寛
に
、
う
ち
な
る
生
命
と
し
て

流
れ
た
か
ら
、
彼
は
宗
祖
の
根
本
的
思
想
の
表
現
で

あ
る
御
歌
を
真
似
て
、
「
辞
世
形
見
と
て
何
か
残

さ
ん
春
は
花
山
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
も
み
ぢ
葉
」
と

つ
た
。

い

ソ
ロ
ー
と
良
寛
は
隠
遁
生
活
の
経
験
を
同
じ
く

し
、
そ
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
源
を
先
生
の
エ
マ
ソ

ン
と
道
π
禅
師
か
ら
ゆ
ず
り
う
け
た
の
だ
っ
た
。
そ

し
て
柳
島
は
こ
の
一
連
の
関
係
の
間
に
在
っ
て
、
東

西
の
結
ひ
目
の
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
っ
た
。

柳
島
君
は
詩
人
で
あ
っ
た
。
残
し
た
詩
集
は
四
冊

あ
り
、
風
物
詩
の
「
京
都
と
奈
良
」
。
随
感
的
な
る

「
烏
は
鳴
く
」
。
大
塚
節
治
前
同
志
社
総
長
に
随
行

し
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
悪
式
典
に
列
席
し

た
と
き
の
旅
行
見
開
記
わ
が
ア
メ
リ
カ
の
旅
路

そ
し
て
病
気
に
悩
ま
さ
れ
て
「
自
分
の
残
る
日
は
か

ぞ
え
ら
れ
て
い
る
」
と
し
き
り
托
繰
返
し
た
時
の
、

沈
痛
な
る
詩
集
「
由
椀
の
花
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
本
の
お
わ
り
の
。
ヘ
ー
ジ
に
、
自
分
の
短
歌
「
深
苧

は
ラ
ッ
パ
の
声
も
絶
え
は
て
て
昔
の
ま
ま
は
夕
暮
の

風
」
を
訳
し
て
加
え
て
く
れ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
る
こ
と
は
、
口
本
詩
史
の
う

ち
で
、
柳
島
の
詩
は
ど
の
よ
う
な
得
を
占
め
る
だ

ろ
う
か
0
 
、
と
よ
り
、
彼
は
。
ヘ
ン
マ
ン
・
ク
ラ
プ
の

そ
と
に
あ
り
、
従
っ
て
詩
、
日
本
詩
界
の
迷
い
了
で

あ
る
。
け
れ
ど
、
自
分
は
断
言
し
た
い
、
将
来
必
ず

彼
の
詩
は
注
意
を
ひ
き
、
わ
が
文
学
史
上
に
一
定
の

場
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
と
。
そ
し
て
、
今
彼
の
詩
に

批
評
を
求
め
ら
れ
る
な
れ
ぱ
、
人
間
と
し
て
の
柳
島

は
柳
島
と
し
て
、
一
つ
の
み
が
き
上
げ
た
も
の
で
あ

つ
た
、
こ
と
く
、
彼
の
詩
、
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
と

答
え
た
い
。
柳
島
の
詩
が
英
文
で
あ
る
と
と
も
特
徴

で
あ
る
。

兆
わ
り
に
柳
島
の
詩
と
「
日
本
的
美
」
に
つ
い
て

述
べ
た
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
川
端
康
成
氏
の
ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
受
賞
の
と
き
の
離
演
「
美
し
き
日
本
の

私
」
を
引
用
す
る
の
が
近
道
で
あ
る
。

川
端
氏
は
世
界
的
ヒ
ノ
キ
舞
台
で
の
講
演
に
て
、

19


